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　　　信頼と不信

錯綜する教師へ の まなざ し

山田 浩之

【要旨】

　本稿は ，小説 ，映画 ，マ ン ガな どに描かれる教師像を 「熱 血教師」を手がか り

と して 分析する ことで，教師へ の錯綜す るまなざ しを明 らかにする こ とにある 。

「熱血 教師」は 現在の テ レビ ドラマ な どに見 られる画
一

的な教師像で あるが 1 こ

れは現在 も教師 へ の 信頼が強い こ とを示す 。 その
一

方で，メ デ ィ ア で は教師へ の

批判が数多く報道されてい る 。 本稿で は こ う した教師へ の信頼と不信の錯綜 した

まなざ しと教師像の変化を検討した 。

　「熱血教師」は 1960年代に 石原慎太郎 1青 春 とはなんだ」で 提出さ れた教師 像

であ っ た 。 その特徴 は，教育 へ の 1青熱，教師らしさの 無さ ，理想的人 間像の他，

教師と生徒の 関わ りに物語 の 重点が置 かれ ているこ と，さ らに児童 生徒の私的領

域に 押 し入 っ て までの 問題 解決であ っ た 。 こ うした教師像は，日本 の現実の教師

の 行為を反映 したもの でもあ っ た 。

　その
一

方で ，1980年以降 マ ン ガの 中では児童生徒の私的領域に関わ らな い不

良教師が描か れるよ うにな っ た 。 この こ とは、現実の社会で も教師が児童生徒の

私的領域に関われ なくな っ た こ とを示 して い る 。 それ にもか かわ らず教師に は

「熱 血教師」と して ，な おも児童生徒の私的領域 に関わ る こ とが求め られてい る。

　以上の 議論をも とに，教師 に対 するまなざしを多様化し，個々の教師の多様性

に着目す るこ との重要性を指摘した 。

　キー
ワ

ー ド ：教師像，メデ ィ ア，熱血教師
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1 ．　は じめ に

　 「教師」 は
， テ レ ビ ドラ マ で 描か れ る こ との もっ と も多い 職業の

・
つ で ある 。 ド

ラマ に は 華やか な職業が描か れ る が，そ こで描か れ る職 業はそ れ ほ ど多様なわけで

は ない 。 ミス テ リー
やサ ス ペ ン ス での 刑事や，医者や 弁護士 とい っ た専門職 な ど，

物語 を盛 り上 げる ため の 花形 とも言える職 業が 定番 となっ て い る 。 そ うした 中，教

師を主 人公 と した ドラ マ は
， 常に制作 され放映 され て い る 。

　 しか も ， 教 師 を主 人 公 と した ドラ マ の 中 に は 大 ヒ ッ トす る もの も少 な くな い ，，

2000年以 後 に も rご くせ ん』 （日本 テ レ ビ系列 ， 2002年）や 厂ROOKIES 」 （TBS 系

列， 2008年）な ど，い ず れ も教師を主 人公 と し ， しか もマ ン ガ を原作 と した テ レ ビ

ドラマ が 人気を呼 んだ 。 こ れ らの ドラマ は ， シ リー ズ化 され る だ けで な く， 映 画化

もされ るな ど大 きな話題 となっ た 。

　こ の よ うに教 師 を主 人 公 と した ドラ マ が次 々 と制作 され る の は
， た ん に 数多くの

人 々 が教 師 に 関心 を持 ち，注 目を して い る か ら とい う理 由だ け で はな い だ ろ う。 そ

れ 以上 に 教師 と い う職業 に 対 して 強 い 期 待 と信頼が 寄せ られて い る こ とに よる 。
つ

ま り，教師 とい う職 業が 個人，ある い は社会 を も変化 させ る 卩∫能性 を持 つ とい う，

ある種の 信仰 に も近 い 神話が 存在 して い る 。 そ う した神話 を背景 に して，数 多 くの

教師 ドラ マ が 制作 され て きた 。

　しか し， こ うした イメ
ー ジは現実の 教師に対 す る もの とは 大 きく異 な っ て い る 。

ドラ マ 以外で の 教 師に 関する 報道や ワ イ ドシ ョ
ーな どで の 語 りは

，
とて も強 い 期待

と信頼が 寄せ られ て い る とは言 えな い
。 む しろ ， 教師に よ る 犯 罪 な ど相次 ぐ不祥事

に よ り，教師に対 す る不 信が募 っ て い る 。 教 師批 判 が高 ま っ て い る と も言 っ て よか

ろ う。
つ ま り， 現 実 の 教 師に対す る イメ

ー
ジ は， ドラ マ とは まっ た く対照 的で あ る。

　こ の よ うに教師に 対す る イ メ
ー

ジ は 混 乱 して お り， 錯綜 して もい る 。 そ れで は，

こ う した虚構 の 中 で の 教師へ の信頼 と
， 現 実で の 不信 と い う「 律背反的 な状況は い

か に して 作 られ ， また語 られ て きた の だ ろ うか 。 本稿は ， こ の よ うに 教 師 イメ
ージ

が 錯綜 した 要 因の 一
端を示 そ うとす る試 み で ある 。 そ の 際 ， 用 い る 資料は， い わゆ

る 文芸メ デ ィ ア，す なわ ち小説や映画 ， そ して マ ン ガな どで ある 。 こ れ らの メ デ ィ

ア に描 か れ た教師 を分析する こ とで ，戦 後に お ける教 師へ の まな ざしの 変 化を検討

した い
。
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2 ． 賞賛の 対象 と して の教師
一

「熱血教師」の 時代

2．1．　 「熱血教師」の 登場

　先に 指摘 した よ うに
，

こ れ まで 数多 くの 教師 を主 人公 と した テ レ ビ ドラ マ が 制作

されて きた 。 こ うした テ レ ビ ドラ マ の 特徴 は ， そ こで 描 か れ る教師が ，多か れ 少な

か れい わ ゆ る 「熱 血教師」で ある とい う点に あ る 。 た しか に教師の 属性や 児童生徒

へ の 態度を特徴的 なもの に す る な ど， さ まざまな形 で 主人公教師の 性格付 けは差 別

化 され て きた 。 しか し， 多 くの 場 合，そこ で 描か れて い る教師は 「熱血教師」 とい

うカ テ ゴ リー
に 集約 される だろ う。

　こ う した ドラ マ で は
， 原 作が マ ン ガで あ る 場合 も少 な くな い 。 そ うした場合，

『GTO 』 （フ ジ テ レ ビ 系列 ，
1998年，藤沢 とお る 原作 ） や 『ご くせ ん』 （森 本梢子原

作） の ように 原作 で は 必 ず しも 「熱血教師」 とは 言えな い よ うな もの で も ， テ レ ビ

ド ラ マ で は 「熱血 教 師」 と し て ，画 一 的 な 性 格 づ け が な さ れ て い る 。 ま た

『ROOKIES 』 （森 田 まさの り原作） は ，原作 の マ ン ガで は主人公教 師の 熱血 さが 一

種の パ ロ デ ィ と して描 かれ， それ が笑 い の 対象 とな っ て い る 。
つ ま り， 原作で は そ

の 熱血 さは
， 必 ず し も教師と して 「良 い 」資質で はな い か もしれ ない

。 しか し， テ

レ ビ ドラ マ で は， そ う した 笑い の 対象 と い う性格づ け は希薄 とな り， む しろ 「熱血

教 師」で あ る こ とが望 ま しい もの と して 描か れ て い る 。 す な わ ち，テ レ ビ ドラ マ と

い うメ デ ィ ア の 中で は
， 教師は画

一
的 な 「熱血 教師」 とい う共通の 要 素 を持 っ た者

と して 描か れて い る
：1）

。 本稿の 冒頭 で 述べ た こ と を敷衍すれ ば， こ うした画
一

的 な

「熱血教 師」 こ そ，賞賛の 対象に なっ て い る こ とに なる 。

　それ で は
，

こ う した 「熱血教師」は い か に して 物語 に登場する よ うに な っ たの だ

ろ うか 、 こ こで 厳密 に 「熱血教師」の 原点を明 らか に しよ うとすれば，その 定義 を

明確 に す る 必 要が あ るの だ ろ う。 しか し， 「熱血教 師」 と い う概 念は 主観的 な もの

にす ぎず，その 定義は 非常 に 難 しい 。 そ こ で 以下 で は 文芸作 品に 描 か れ る教 師像 の

変化か ら， 「熱血教 師」 とい うス テ レ オ タイ プが い か に して 描 かれ る よ うに な っ た

の か を指摘 して お こ う。

　教師 を屯 人公 とする物語 は
， 戦前か ら数多く発表 され て きた。夏 日漱石 「坊 っ ち

ゃ ん』をは じめ と し ， 島崎 藤村 「破戒』， 田 山花 袋 『田 舎教師』， さ らに は壼 井 栄

『二 十四 の 瞳』 な ど，文 学 史上 に残 る 作品 も少な くない 。 こ うした 作品 は，た しか

に 当時の 教師の 姿、ある い は 教師へ の まな ざ しを反映 した もの で ある
：21

。

　 しか し，
こ う した作 品の 主 人公 を 「熱血 教師」だ と考える者 は少ない だ ろ う。 こ
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れ らの 作 品は，教師個 人の 経験や 成長， また 挫 折 を描 い て い る 。 「熱 血 教 師」 もの

の 特徴 と もい える よ うな ， 教師の 活躍 や ， 児童生徒 との 熱い 関係が テ
ー

マ に はな っ

て い ない
。 それ は よ く誤解 される 『二 十 四の 瞳』 で も同 じで あ り， 少 な くと も小説

の 中で は教師 と生徒の 濃密 な関 わ りは 明確に 描か れて い な い 。

　管見の 限 りで は
， 明白に主人公 を 「熱 血教 師」だ と言え る最初の 作品は 石 原慎太

郎 「青春 とはな ん だ』 で あ る 。 『青春 とは な ん だ』 は 1963年 か ら雑誌 に連載 され ，

1964年 に単行本 と して 出版 され た 。 出版 され た翌年 の 1965年に は 凵活で 舛 田利雄監

督 ， 石 原裕次郎主 演で 映画 化 され ， さ らに そ の 3 ヶ 月後に は夏木陽介 主演で 日本 テ

レ ビ系列で ドラ マ 化 もされ た 。 現 在で は ほ とん ど知 られ て い ない 作 品で は あ るが ，

当時の 話題作の
・
つ で あ っ た と言 っ て よか ろ う。実 際に 石原 1真太 郎の ホ

ー
ム ペ ージ

で は 出版部数30万部 ， 氏の 出版物の 中で は第 9 位の 売 り上 げ と され て い る
〔3〕

。

　それで は 『青春 とは な んだ』 の 卞 人公 は い か に 1熱血 教師」 なの だ ろ うか 。 その

あ らす じを簡単 に 紹介 して お こ う。

　『青春 とは な ん だ』 は ， i三人公 の 野 々 村 健 介が片 ［H舎の 小 さな町 に現 れ る と こ ろ

か ら物語が は じま る 。 野 々 村健介 は
，

ア メ リカ か ら帰国 した ばか りの 青年で
， その

語学 力 をか われて その 町の 高校で 英語 教師 と な っ た。 しか し，その 風体 は とて も教

師 に は見えず ， 最初に 入 っ た 小料理屋 で はヤ クザ と間違わ れ る ほ どで あ っ た 。 また ，

英語 もア メ リカ で の 実体験で 身に付けた もの で ，正式 に 教育法な どを学 んだ わ けで

もな い 。そ うした 型破 りな教師が ， 生 徒 の 問題 や 学校の 抱 え る 課題 を次 々 に 解決 し

て い く 。

　野 々 村は ， まず ラ グ ビ ー
部の 部長 と な り， 不 良 た ち を強制的に ラ グ ビー部に引 き

入 れ る 。 彼は
， ラ グビ ー を通 した 体 と体の ぶ つ か りあ い に よ る コ ミュ ニ ケーシ ョ ン

を不 良た ち と図 る こ とで ， その 史生 を 目指すの で あ る 。 こ うした ス ポ ー
ツ を通 じた

生 徒 との 関わ りあ い は ，
こ の 後の 「熱血教 師」 もの の 定番 に なっ て い く。

　また ， 生徒 の 問題 を解決する た め に
， 野 々 村 は積極的 に 生徒 の 家庭 へ と押 し入 っ

て い く。 進学 を埋 由に 親か ら恋愛 を禁 じられ た生徒の た め に，野 々 村 は そ の 父親 と

直談判 し，勉強の み の 人生の むな しさ と青年期の 恋愛の 大 切さを説 く。 また，貧 困

ゆ えに 高校 に 通え な くな っ た 生徒 の 家 を訪 ね た り，ヤ クザ に と らわ れた生徒 を助 け

出す た めに 体 をは っ た りもする 。 さらに は
， 学 校 の 体 育 文化ホ

ー
ル の 建設で 不 正 を

働 こ うとす る 建設会社 の 社長の もとに 乗 り込み ， その 不正 をた だす 。

　こ う して 野 々 村 はそ の 行動力に よ っ て 次 々 と問題 を解決する。そ うした行為 の背

景 には ， 学校の 価値観 とは真 っ 向から対立する野 々 村の 考え方が あ る 。 こ の 考 え方
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は成績の 良 い 生徒 ， 高松 を東大に進学 させ よ うとす る校長や教頭 に対する反発 に よ

く現 れて い る 。 東大進 学 を重視 する 校長 らの 考え方 を，彼 は 「つ ま らん」 と一言 の

下 に 否定 し次の ように 述べ る 。

　学校の 俗物秀才教育の 成績が悪 くた っ て ，他の 何か で 取 り柄 の あ るす ば ら し

い 何 か を持 っ た や つ が沢山 い る ん だ 。 た だその 連中は ， 今の 中学 ， 高等学校の

教育の 中 じゃ ，
い わゆ る 秀才 に なれず陽の 目を見ず に 小 さ くな り， その まま 自

分の す ば ら しい 個性 を見 つ け切 れ ず ， 駄 日にな っ て しまうの が 多 い ん で す 。 違

い ますか 。 （石原　p ．94＞

　こ の よ うに野 々 村 は学校 で の 成績の 重視 ， また 学歴 や 「良い 」大学へ の 進学の み

を 目的 に した教 育を否定する 。 学校 的な価値観 に と らわれ な い
， 人 間的 な成 長 を重

視す る の で あ る 。 こ うした 行 為や 考 え方 を見れ ば
， 『青春 とは なん だ』 の 主 人公 ，

野 々 村 を 「熱血1教 師」 で は な い と否定する 者は い な い だ ろ う。

2．2．　「熱血教師」の 特徴

　『青春 とは なん だ』で 提 出 され た 「熱 血教 師」像の 影響力 は， こ の 作 品の 映画化

や テ レ ビ ドラ マ 化 とい っ た もの に と どま らない 。 その 教師像は そ の 後の テ レ ビ ドラ

マ な どに 多大な 影響 を与 えた 。 それ を示すの が ，テ レ ビ ドラ マ 『青 春 とは なん だ』

以 後の ，青春 ドラ マ の シ リー ズ化で ある 。 「熱血 教 師」 を主 人 公 とす る ドラ マ は
，

こ れ以 後，継続 的に 制作 され続け る こ とに な っ た 。

　 もちろ ん シ リ
ーズ化 され た ドラ マ すべ て が成功 したわ けで は ない

。 しか し，1972

年の 「飛び 出せ ！青春』 （村野 武徳主演 ， 1972年）， 『わ れ ら ！青春』 （中村雅俊 キ演，

1974年）の よ うに ，好 評を博 した作品 は数多い 。 これ らの 作品は 親 しみ やす い 卞題

歌 と と もに 多くの 人 々 に 深 い 感動 を与 えた とされ る。 こ うして こ の シ リーズは ， 少

しず つ 物語 や教 師像 を変 化 させ なが ら，1980年代の 初め まで 続 い た 。

　こ の 青春 ドラ マ シ リーズが終わ る の は 「熱血 教師」 ドラ マ の 人気が 落ち たか らで

は な い
。 む しろ ， 1980年前後に 各局で 教師 を i三人公 と した ドラ マ が制作 された ため ，

と くに こ の シ リーズが 必 要 とは され な くな っ たの だ ろ う。 『青春 とは な ん だ』で 形

成され，青春 ドラ マ シ リーズ と して継 承 され て きた 「熱血 教師」 は ， 1980年代前後

に， 『熱 中時代』 （日本テ レ ビ系列 ， 水谷豊 主 演 ，
1978年）， 『三 年 B 組 金八 先 生』

（TBS 系列 ，武 田鉄 矢主演 ，
1979年）， 『教 師 びん び ん物 語』 （フ ジ テ レ ビ 系列， 旧
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原 俊彦主演， 1988年）な ど，数多 くの テ レ ビ ドラ マ で ，その バ リ エ
ー

シ ョ ン を展開

させ る こ とに な る 、、なか で も 『ス ク
ー一ル ☆ ウ ォ

ーズ 』 （TBS 系列，山下真司 主演 ，

1984年） は
， 「青春 とは な ん だ』の 「熱血 教師」を ， ま さに成熟 させ た もの で あ っ

た （山田 2010 参照）。

　こ うして1980年代以降， さ まざまな 「熱血教 師」 ドラ マ が 制作 され，現在 もなお

制 作 され続 けて い る 。 それ で は ， こ うした ドラ マ で 描か れ た 「熱 m1教師」の 特徴 は

ど の よ うに まとめ られ る だろ うか 。 す べ て の ドラ マ に 描かれ た教師像か ら 「熱血 教

師」 を定義す る こ と は
， 先 に も指摘 した よ うに 非常 に 難 しい 。 しか し，その 特徴 を

最大公約数的 に まとめ る こ とは不 可 能で は な い だ ろ う 。 実 際に ， 山 田 （2004）は ，

マ ン ガに描かれ た 「熱血教師」 を分析 し，そ の 特徴 を次の 3 点に ま とめ て い る。

1 ）教育へ の 情熱

　学校や生徒の 問題 を， さ ま ざまな障害や ， 他の 教師や 生 徒，保護者か らの 抵抗 に

もか か わ らず解決 しよ うとす る強 い 教 育 へ の 情熱 を持 つ 、、

2 ）教師 ら しさの 無 さ

　教師 と して の 保 身を考 えず ， 何 事 に もひる まずに 行動す る 。 また ，喧嘩の 強 さ，

服装 （ジ
ー ン ズや 汚 い 服装），学歴の 高 さ （留学 経験 や 大学院 卒）な ど， さ ま ざま

な属性が教師 ら しさの 無 さを示す 。

3）理 想的 な 人間像

　た ん に理 想的教師像で は な く， む しろ 理想 的 人 間像が描か れ る ，，す なわ ち，
生徒

が あ こが れ る 人 間像が 「熱血 教 師 」で あ る （以上 　山 田　2004pp ，29−30）。

　 さら に 『青春 とは なん だ』 な どで 描 かれ た 「
一
熱血教 師」の 特徴 と して ，次の 2 点

も指摘で きる だ ろ う。

一
つ は

， 教師個 人で は な く，教 師 と生徒 との 関わ りあ い が 物

語の 中心 に なる こ とで あ る 。 「青春 と は な ん だ』以前 の 教 師に 関する物語は， い ず

れ も教師個 人の 物語で あ っ た 。 もち ろん教 師を描 くた め には ， 生徒 との 関係が必要

とされ る 。 しか し，それ まで の 物語で の 中心 は や は り教 師 で あ り，そ の 個人 的な経

験 と成長が主 題 となっ て い た 。 しか し， 「熱 血教 師」の 物 語 は，教 師の み で な く，

生 徒 との 関わ りあい
， さ らに は教師 と生徒 の 両者 の 成 長が物語の 主題 と され て い る 。

　 もう
一

つ は，教師の 問題解決の 仕方で ある 。 山 田 （2004） は， こ れ を 「教育へ の

情熱」 と 「教師 ら しさの 無 さ」の 中で 指摘 して い る 。 しか し，実 際の 「熱血教 師」

の 行為 は
，

た ん な る情熱 や態度 に と ど ま らな い 。 「熱血 教 師」は ， そ の 優 れ た行動

力 に よ り児童生徒の 問題 を非常に強引に解決 して し まう。 つ まり ， 問 題 を見 つ け る

と
， 解決の ため に ， 児童生徒 の 私 的領域 ， す なわ ち家庭 や恋愛 な どの プ ラ イバ シ

ー
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に関 わ る部分 に まで 無理 に で も押 し人 っ て い く。 同僚 の 教 師が 見て 見ぬ 振 りを して

い た児 童生 徒の 問題 や 学校の 課題 を， こ うして 強引に解決 して い くの であ る 。

2．3． 現実の 「熱血 教師」

　こ の よ うに 「熱J∫i嗷 師」 の 特徴 を ， 児童生 徒 の 私 的領 域 へ の 関わ りとと らえ る と，

その 教 師像 は現 実 と重 な り合 う。 実 は こ の よ うに 児童生 徒の 私的領域 に 関わる 教師

の 姿は
， 日本で は 決して珍 しい もの で は なか っ た 。 す なわ ち 「熱血 教師」 は，現実

の 世 界に も存在 した の で あ る。

　例 えば，光の 村学 園の 西谷英雄な どの よ うに，公 、k学校で の 教育 に不満 と限界 を

感 じた
一

教 師が ， 自ら学校を設 置 して 教育 に専心す る と い う事例 は数多い
1141i

。 自身

を省みず に教 育 に情熱 を捧 げる姿は， まさに物 語の 「熱血教師」 と重 な る だ ろ う。

　私財 を投 げ打 つ ほ ど情熱的 で はな い に して も，児童生 徒の 家庭 と深 い 関わ りを持

っ て 指導をす る 教員 は数多 く， また，そ うした指導は 日常的な こ とで もあ っ た 。 例

え ば映 画 『キ ュ
ーポ ラ の ある 街』 （日活， 1962年）で は，吉永小百 合演 じる 主 人公

の 進路決定に 担任の 教師が重 要 な役割 を演 じる 。そ こ で は 教師が 家庭 を訪ね，貧 し

い が ゆ えに 志望高校へ の 進学 を諦め ざる を得な い 主人公 の 進学に つ い て 助言 を して

い た。同様 に ， さま ざ まな理 由で 進 学 を拒 む保 護 者を教 師が 説得 し，その 結 果 ，生

徒が 1凵制中学校や 高校に 進学 した とい う事例 も自伝 な どで よ く見 られ る話で あ る 。

　 つ まり， 口本の 教 師は ，学校で た ん に勉強の み を教 える こ とを職務 とは して こ な

か っ た。必 要が あれ ば，児童 生徒の 家庭 を訪ね ，家庭 の 問題 に まで 介入 する こ と も

あ っ た 。 それ は い わ ば地域 住民の 教 育で もあ り，その こ とが学校 を通 じた，地域 の

近代化 を もた らす こ とに もな っ た 。

　広 田 （1998） は ，
こ う した学校 と教 師の 役割 に つ い て ， 次の よ うに 指摘 して い る 。

　60年代まで の 学校は
， 「封建 的」で 「遅 れ た 」地域社 会の 旧慣 を打破 し， 民

主 的で 進歩的 な社 会や家庭 を作る ため の 〈啓蒙の 装置〉であ っ た 。 経済的 貧困

や 文化的落差の 存在を前提 に して ，学校は地 域 や 親の 基 本的な信頼 を調達で き

て い た （広 田　1998　p159 ）。

　つ ま り， 学校 へ の 強 い 信 頼 と近 代化 へ の 要 求を背景 に して ， 教 師の 多様で 広い 役

割と
， そ うした 役割へ の 社会か ら の 期待が作 り出され た 。 そ うした 時代の 要請に よ

る教 師の 理 想像 ， そ れ こ そ が1960年代の 「熱血 教師」を生み 出 した の で ある 。
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　また ，
こ うした教師 と家庭 ， 地域 との 繋が りは

， 日本に 特徴 的な もの と も され る 。

日本 とア メ リカ で の 異文化教育 を比較 した フ ィ ン ケル ス タ イン は， 口本の 教 師に つ

い て 次 の よ うに 述 べ て い る 。

　日本 の 教 育者 は
， 教 師 の 権威は 教室や学校 を超 えて 家庭 や 地域 に まで 及ん で

い る とい う前提 を持 っ て い る 。 子 ど もの あ る 部分 に つ い て は 教 師の 役割，そ の

他の 部分は保護者の 役割とい うよ うに ， 子 ど もを細か い 部分に分けて しまうこ

とは で きず ， また そ れ を望 ん で もい な い た め ， 日本の 教 師は 定期的に 家庭訪問

を し，生 徒の 学習の 努力 を妨 げ る障害を見 つ け よ うとする 。 日本の 教師が保護

者に助 言を し， 子 ど もの 学習 を支援する 方法を示 した りする こ と
， また

， 子 ど

もの 教 育で 保護者 は協力者で ある　すな わ ち宿題 を手伝 い
， 制服 や 学用 品 を購

入 して 名前を記 入 し ， 遠 足 の お 弁当を準備 し， 必 要 に応 じて 指導 を行 う　 と考

える こ とは珍 しい こ とで は な い
。 （Finkelstein， 訳書 pp ．393）

　こ うして 日本 で は教 師 が積極的 に 児童生 徒の 家庭 と関 わる
一

方で ，「ア メ リ カで

は
， 教 師の 権威は 学校で の 学業的側 面に 限 られ ， 制限 され て い る とい う前提 を教 育

者が持 っ て い る」 （Finkelstein， 訳書 pp ，396） と され る 。
つ ま り， ア メ リカ で は敢

えて教 師は家庭 と関 わらず ， 学校で の 学業の 教育が教師の 職務の 中心 とされ る とい

うの で ある n

　 したが っ て ，児童生徒 の 家庭 へ も積極 的に 関わ ろ うとする 「熱血教 師」は 欧米 と

は 異 なる 日本独特の もの で あろ う。 それ は す なわ ち日本社会の 文脈の 中で 作 られ た

教 師 へ の 期待で あ り， 口本で の 教 師の 理想 像 を体現 した もの で あ っ た 。 こ う して

「熱血教 師」は 現在 も賞賛 の 対 象 とな り， 現 実 の 教師 に も 「熱血 教師」で ある こ と

が期待 されて い る 。

3 ． 教 師へ の 不信

3．1． 否定 され る 「熱血教 師」

　 こ こ まで 明 らか に して きた よ うに
，
1960年代 に現れ た 「熱血 教師」像は

， 当時の

教師 へ の 信頼 と期待 を背景 に し， 現 実の 教師が 教室 とい う枠 を越えて児童生徒 との

関係 を持 っ てい た こ とを反 映 した もの で あ っ た 。 つ ま り、 当時 の 教 師 の 理 想 像が

「熱血教師」を生 み 出 した とも言える 。

　 しか し，
こ うした 教師へ の 期待 の 高 まりは

， 同時に そ れ に応 え られ ない 教師 に対
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信頼 と不信

する 不信 も生 み 出 して きた 。 と くに 近年に なっ て ，教師へ の 不 信 は さ らに 高 まっ て

もい る 。 そ れで は 「熱血教 師」 とは
一

見対照的 な教 師へ の 不信 はい か に形 成 され，

また どの ように メ デ ィ ア の 中で 提示 されて きたの だ ろ うか 。 以 下 で は ， 大 きく 2 つ

の 視 点か ら，教 師 へ の不信 に つ い て 検討 した い 。

　 教師へ の 不信 を生 み 出 した もの の
一

つ は， 1980年代以降の 教師像の 変化で あ る 。

筆者が すで に検討 して きた よ うに （山 団　2004），テ レ ビ ドラ マ とは異 な り， マ ン

ガに は 「熱血 教師」 は あ ま り描か れ て こ なか っ た 。 『青春 とは なん だ』で 「熱 血教

師」像が 提示 され ， それ が 大きな話題 とな o て も， 1960年代か ら70年代に 描か れ た

マ ン ガ に 登場す る 「熱血 教師」 は ご く限 ら れて い た 。

　そ うした なかで 「熱ぽ皿教師」に 近い 性格 を持 っ た教 師が描か れ たの は
，
1970年代

まで の い わ ゆ る少女 マ ン ガ で あ っ た 。 こ の 時期 ，
い わ ゆ る少女 マ ン ガ で は

， さか ん

に教師 を主人公 と した マ ン ガ が 発表 され て い た 。 そ れ が 『花 よ め 先生』 （里 中満智

子 ，
1971年）， 『出席 を と ります』 （灘 し げみ

，
1972年）， 『オ ッ ス 1　 G パ ン 先生』

（金子 節子， 1979年） な どで ある 。 こ う した マ ン ガ に 描か れ た教師 た ちは，教育へ

の 強 い 情熱 と
， 当時の 詰め 込み 教育を否定する な ど反学校的な価値観 を持 つ とと も

に ，
ジー ン ズ や ミ ニ ス カ ー トと い っ た教 師 ら し くない 服装 を して い た 。

つ ま り，

「熱 血教師」 その もの で は ない に して も，そ の 要素の
一

部を持 っ て い た 。

　 こ う した教 師マ ン ガが 描か れ た背景 には
， 教 師が ， 当時の 女性が 自立す る ため に

重要な職業の 一 つ で あ っ た こ とが ある 。 そ れ ゆ え少女 た ちの 将来の キ ャ リ ア を提示

す る もの と して ，教 師 を主人公 とす る マ ン ガ が 数多 く発表 され たの だ ろ bc，したが

っ て ， そ こ で 描 かれ た 教師 は，現実の 教 師の 理想像で はな く，少女た ち 自身の 理想

像 ，
つ ま り将来の 夢の 職業 を反映 した もの で あ っ た。

　 1980年代以降， マ ン ガの 中の 教師た ちは一一
変する 。 その

一
つ が教師の 不良化で あ

る 。
つ ま り， 少 女マ ン ガの 中か ら教師が姿 を消す とと もに ， 少年 マ ン ガの 中で は主

人公の 教 師が い ずれ も 「不良」 に な る。80年代初 頭 の 『コ ン ポ ラ 先 生』 （もとは し

まさひ で
，
1981年）以降， 『は い する

一
る 仁義』 （水穂 し ゅ うし， 1985年）か ら，近

年の 『GTO 』 （藤沢 とお る ， 1997年） まで ，少年 マ ン ガで は一
貫 して 不良教 師が描

か れ て きた 。

　 もう
一

つ の 変化は ，「熱血 教師」が 笑 い の 対象 に され る よ うに な っ た こ とで あ る 。

多 くの 不 良教師 マ ン ガで ，主 人公の 敵役 な どと して ス ポ ー
ツ の 得意な教員が 描かれ

る、、 その 教師の 語 る言葉は
， 「青春」や 「ひ と りはみ ん なの た め に」 とい っ た ， 「熱

血 教師」 を特徴付ける 言葉で あ る。 しか し，主 人公 との 「対決」で 惨敗 した り， ま
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た表面 的 な美 辞麗句の 裏で 不正 を働 い た りす るな ど
， 理 想的教 員像 とは かけ離れ た

姿が 描 かれ る 。 『GTO 』 に登 場 す る体育教 師 ， 袋 出 はそ の 典 型 と言 っ て よか ろ う 。

　 また 『フ ァ ン キ ーモ ン キ ー
テ ィ

ーチ ャ
ー
』 （守 山鶴 ， 1987年）で は ， さ らに 直接

的 に 「熱 血教 師」がパ ロ デ ィ の 対象と され て い る。 こ れ は常識 知 らずの 体育教師 を

描 い た ギ ャ グ マ ン ガで あ り， い わ ばか つ て の 「熱血教 師」の 奇矯な行動 を戯画化 し

た もの と言 っ て も良 い か も しれ な い
。 す な わ ち， 1980年 f弋以 降， マ ン ガの 中で は

「熱血 教師」は笑 い の 対 象に なる と と もに
， 忌み 嫌 うべ き者 と して 扱 われる よ うに

な っ た 。

　 それ で は ， こ うした マ ン ガの 中の 教師の 変化は 何 を示 して い る の だ ろ うか 。 実 は，

「熱血1教 師」 ドラ マ と， 不 良教 師 マ ン ガ で は ， そ の 物 語 の 構造 自体 は大 き く変化 し

て い ない 。 す な わ ち ， 「熱 血 教 師」 と同様に 不良教 師 も児 童生徒 や学校 の 抱 え る 問

題 を 次々 に解 決 して い く。 例 えば ℃TO 』 で は，主 人 公教 師の 鬼塚 英吉 が， い じ

め な どの 学校内の 問題 か ら誘拐 と い っ た重大 な犯罪 まで すべ て の 問題 を解決する 。

そ う した意 味で は，不良教 師は 「熱血教師」を現代 に 置き換 えた もの と 言っ て も良

い 。 あ る 意味で ，現在の 児童 生徒 に とっ て の 理 想の 教師像が 不良教師なの か も しれ

な い 。

　 しか し， 不良教 師 と 「熱血 教師」が大 きく異 なるの は，その 生 徒や 学校 との 関係

の 持 ち方で あ る 。 山 田 （1999）で すで に 指摘 した よ うに ， 不良教師は生 徒の 抱え る

問題 に直接 関わろ うとしない 。 そ うした 問 題 に気づ か な い し ， 気づ い た と して も取

り合お うとは しな い 。 つ ま り 「熱血 教 師」の よ うに は積極 的 に 問題 を解決 しよ うと

は しな い 。 不良教 師が行動 を始め る の は ， 問題が あ ま りに 大 き くな り，不良教師 自

身の 立 場 を脅 かす よ うに な っ て か らで あ る。つ ま り不良教師は 自己保 身の 延長 と し

て ， 生 徒 や学校の 問題 を解決する 。

　 こ の よ うな不良教 師の 描か れ方は ， 1980年代以 降 ， 現実の 教師 に期待 され る役割

が 変化 した こ とを示 して い る の だ ろ う。 先に 指摘 した よ うに ， 日本 の 教 師 は，児童

生 徒 ，
お よ びそ の 家庭の 問題 へ と大 きく関わ る こ とが 期待 され， また その ように行

動 して きた 。 しか し ， 80年代 以 降 ， 児童生 徒 の 私 的領 域 との 関わ りを持 つ こ とは難

しくなっ て しまっ た 。
つ まり， 教師は期待 され る役割 を遂 行で きな くな っ て しま っ

たの で あ る 。

　 こ う した教 師 と児童生 徒 との 関係 の 変化 に は ， 価値観の 多様化や私事化な ど， さ

まざまな要 因が 考え られ よ う。 こ の 点 に つ い て 先 に も引 用 した広 田は次 の よ うに述

べ てい る り
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信頼と不信

　 と こ ろ が ， 地 域 ・家庭 の 文化水準が 高ま り， 経済的に もそれ な りの ！’i”活が誰

に で も可能 にな っ て くる と
， 学校が与 える もの

， 学校 で 要求 され る もの が ， 必

ず しも 「あ りが たい もの 」 と映 らな くなっ て くる 。 今 や， 別に学校で 集団訓練

を受け な くた っ て
・・人前に生 きて い け る よ うにな っ た の で ある 。 また ， 体罰 を

我慢 して い い 学校に 進学 した と して も， 得 られ る 報酬 に は た い した 違 い は な く

な っ て きた の で あ る 。 （広 田　p ，160）

　こ うして 「親 と学校 との 力関係が拮抗な い しは逆転」（同上　p ．163） して し ま

うと，む しろ教 師の 行為が保護者の 監視 下 に置か れ る こ とにな っ て しまっ た。 こ う

して 物語 の 中で は
， 児童生徒や その 私的領域に 関わ ら ない 不良教師が 生 み 出 され る

こ と に な っ た 。

　それ に もか か わ らず，現在 もなお 現実の 教師 に はか つ て の 「熱 血教 師 」の よ うに ，

児童 生徒 や 家庭 の 私的領域 に 関わ り， その 問題 を肺 夬す る こ とが期 待 され て い る 。

テ レ ビ ドラ マ で の 「熱血教 師」もの の 繁栄は ， 現在 もこ うした期待が 強い こ とを象

徴 して い る 。

　 しか し， 当然 の こ とで ある が，現在の 現実の 教師が こ うした期待 に応 え る こ とは

非常 に難 しい
。 こ う して期待 に応 えられ ない 教師 に は，不信の 目が向けられ る こ と

に な る 。

3．2． 「熱血教 師」 とい う呪縛

　 もう
一

つ の 教 師へ の 不信 を崖 み出 した もの は， メ デ ／ア との 繋が りか ら導か れ た

現在の 教師の 問題で ある 。 すなわ ち 「熱血教師」 とい う固定観念 ， もし くは教師の

理想像その もの が ，教師へ の 不信 を生 み 出 して い る 。

　こ れ まで の 述べ て きた よ うに ，現在 もなお 「熱血 教 師」は 「理想」 と され る教師

像を反映 して い る と考える こ とが で き よう 。 しか しなが ら ， 社 会の 変化 や教 育の 位

置づ けが 1960年代 とは大 きく変わ っ た に もかか わ らず ， 理 想 とされ る 「熱血教師」

の 姿 は変化 して い ない 。 す な わ ち ， 「熱 血教 師」 と い う教 師像の 固定観念が ，現実

の 教師の 行為 を縛 っ て しま うの で あ る 。 そ れで は
， なぜ 「熱血 教師」 と い う教師像

は変化 しない の だろ うか 。

　こ う した固定観念は我 々 が メ デ ィ ア ， そ して メ デ ィ ア の 中の 教師を受容する過程

に よ っ て 作 られ ，維持，強化 される ，，メデ ィ ア で は ， さま ざま な教 師像 が 描 かれ る 。

しか し，我 々 が そ うした物語 を受容す る 時，教師の ， また物語の 個別性は捨 象され
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て しま う。

　佐藤 （1997） は 「二 十四 の 瞳』 を例に あげなが ら，
こ うした教師像受容の 歪み を

指摘 して い る 。 佐藤 は 「教師は ， まず 人間 で あれ 」や 「『人 間性』こ そが 教師に も

っ とも重要な 資質で ある」とい う言葉で あ らわ される教師の 規 範を 「人 間主義」と

呼び， こ れ が 「教師に 関す る
一

般的な議論 の 自明の 前提 とな っ て い る 」 と指摘 して

い る （佐藤　1997p ，313）。
つ ま り，

．一
般の 教 師 に 対す る 認 識 は ， こ の 人間主 義

の 規範に よ っ て い る 。 そ の た め
， 教師の 物語 を受容す る際 ， そ こ で提 示 され る教師

像 が 人間 主義 に よ っ て 規定 され て しまう。 そ の 結 果， 『二 十四 の 瞳」の 主 人 公，大

石 先 生 が生 きた現 実 は捨 象 され， 八間主義に よ り理 想化 され た大石先 生 像が 一人歩

きをして い る とい う 。

　 こ こ で 佐藤の 言う 「人 間主義」は，「熱血 教師」 と重 な る もの で あ ろ う。我 々 は

同様 に ， 多 くの メ デ ィ ア に登場す る教 師 を 「熱血 教師」 と して 見て い る 。 テ レ ビ ド

ラ マ で は 「3 年 B 組金 八 先 生』， マ ン ガ で は 『ご くせ ん』 （森本悄子 ， 集 英社）の

lll口 先生 や 『ROOKIES 』 （森田 まさの り， 集英 社）の 川 藤 先生 な ど， 実 際 に メ デ

ィ ア で 描 か れ た教 師は さ まざ まで あ る 。 しか し，我 々 は こ うした物語 に描か れ る教

師 を ，
い ず れ も 「熱血教師」 と して

一
元的に 見て しま う。

マ ン ガ を原作 とす る テ レ

ビ ド ラ マ の 多 くが ， 画
．一

的な 「熱血教師」を作 り出 して い る の が， こ の こ とを示 し

て い るだろ う 。

　 また ， そ う した まな ざ しは物語の 読み 取 りに 向け られ る だ けで は な い
。 現 実の 教

師の 行為を読み 取 る際 に も，そ の まな ざしが 用 い られ る 。 すなわ ち現 実の 教 師の 行

為 も また 「熱 血教 師」 とい う枠組み に よ り読み取 られ，再構成 され る こ とに なる 。

そ の 結 果 ， 教 師の 評 価 は ， 「熱血 教 師」 とい う固定観念か らの ズ レで 行わ れる こ と

に な う。 こ うして 生 じる の が 「や は り現実の 学校に は 金八先生の よ うなすば ら しい

先生 は い ない 」 とい う形で の 教師批判 で あ り， また 「現 実 の 学校 に も金八 先生 が い

て ほ しい 」 と い う教 師へ の 期待 で あ る 。 あ る い は ， そ の よ うに 直接 的 に 「熱血 教

師」が 規準 と して 採用 され な い まで も，教 師はか くある べ しとい う固 定観念が教師

を見 る まな ざ しを支配 して い ない だ ろ うか 。

　 教 師の 社会学 に 関す る 古典 で ある Walier （1932）は，教師 に対す る社会通 念 と

して ， 悪意 を持っ て 教師の 特徴をあげつ らう 「漫画的な教師像」 と教師 を埋想化 し

た 「ぎせ い 的精神 に富 む」教師の 2 つ が ある と指摘 して い る 。 そ の Eで ，教 師に 対

して こ う した相反 す る二 つ の 固定的 な イメ ージが付 与 され る と ともに ， 教 師 はそ こ

で 作 られ た 「教師像 とい うワ ク の 中 に と じこ め られ て い る」とす る （以 上， Waller
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信頼と不信

1932，訳書 pp ．524−525）。 つ ま り固定 的 な教師 イ メ
ー

ジが 社会的に作 られて お り，

そ れが教 師 の 行為 を規定 して い る の で ある 。

　こ うして 虚構 と現実 は混 同 され ， 教 師は
一

元的な規準 で 見つ め られ る よ うに な る 。

現実 の 教 師が その 規準，すなわち 「熱血 教師」か らズ レ る こ とは，教師に対する不

信 を さらに 増 大 させ るこ とに なろ う。

4 ． 脇 役教 員の 憂鬱

　 こ こ まで 「StYi［1教師」 を手が か りに ， 教 師へ の 信頼 と不信が錯綜 して い る状況 を

検討 して きた 。 こ こ で の 議論 は ， 基 本的 に 196Q年代の 教師へ の 信頼が ，80年代以 降，

不信へ と転換する とい う枠組み で 行 っ て きた 。 これ まで の 教師， また学校に 対す る

意 識の 変化 も， 同様の ス トー
リ
ー

で 論 じられ る こ とが 多い 。 だが， 果た して 教師へ

の まな ざ しは，本 当に こ の よ うに単純に 変化 したの だ ろ うか 。

　実際 に は，教師へ の まな ざ しは
， すで に 1960年代か ら入 り交 じり， 錯綜 して い た 。

それ は メ デ ィ ア に 描か れ る 「熱血教 師」で は な く，その 周辺 を取 り巻 く脇役教師を

見れ ば明 らか だろ う。 1960年代 に描 かれ た 「熱血 教師」 もの で の 脇役教師は ， 受験

を重視 し詰め込み 教育 を推進 して い た u また ， 生徒の 問題を 見て 見ぬ ふ りを して ，

自分 の 職務 だけ をこ なす 「デ モ シ カ教師」で もあ っ た 。 こ うした教師像 は ， 当時 の

学校批 判 ， 教 師批判 を反映 した もの で あ っ た 。

　主人 公が 不 良教師に な っ た現 在 も，脇役教員 は社会の 教 師批 判 を反 映 して い る 。

脇役教 員が 起 こす問題 行為はセ ク ハ ラ や 体罰 とい っ た学校 内 の もの に とど まら ない 。

痴 漢 行 為や 盗撮 な ど猥褻 な 犯罪 に ま で 広が っ て い く。 マ ン ガ 『GTO 』で は，脇 役

教員の こ うした行為が繰 り返 し描 写 されて い る 。

　 こ の よ うな脇役教師の 姿は， ま さに
一

般社 会の 教師像 ， すな わち教 師不 信 を示 す

もの で あ る r，教師不信は学校 へ の 信頼が 強 か っ た 1960年代に も存在 し， それ が形 を

変えなが ら現在 まで 続 い て きた 。 す なわ ち，教師へ の不信 は ， 程度 の 差 こそ あれ ，

い つ の 時代 に も存在 して い た 。 む し ろ，「熱血 教 師」 や不 良教師は ， こ う した教師

不 信に よ りア ン チ テ
ーゼ と して作 ら れ た もの だ と解釈すべ きで あろ う。

　 しか し
，

こ の よ うな教 師不 信 もまた， メ デ ィ ア に よ っ て 作 り出され た虚構の 教 師

像の
一

つ にす ぎな い
。 もちろ ん教 師の 不 祥事 は存在 し ， それ が重大な問題で あ る こ

とは間違 い ない 。 しか し ， そ こ で 作 られ た イ メ
ージ をすべ て の 教師 に敷衍す る の は

適 切で は な い 。「熱血 教 師 」 と い う琿 想像 で あれ ，教師不 信で あれ ， 虚構で 作 られ

た固定的 イ メ
ージを安易 に現実 の教 師に向ける べ きで は ない 。 しか し， 実 際 に は

，
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教師 に対する 負の イメ ージ は拡 大 され，そ れ もまた固定観 念 と して 教 師の 行為 を縛

っ て い る 。

　こ の よ うに 考える と，教師へ の 不 信 をぬ ぐうため に必 要なの は ， こ う した 固定的

教師像の 破壊 なの か も しれ ない
。 伝統的な固定 的教師像に と らわ れず

， 多様な教師

像 を提 出 し続 け る こ と。 それ こそが
一

面的な教 師不信 を払拭する こ とに 繋が る の で

は ない か 。

　実際 に現実 の 教師 は一人一
人が個性 を持 っ て お り， 多様 とい う以 ヒに 千差万 別で

あ る 。 そ う した 現 実 の 教 師 の 姿 を
一

つ
一

つ 描 き出 し， 既 成 の 教 師像を解体す る こ と

が教 師 とい う職業 に対す る理 解 を深め る こ とに なろ う。 こ う した作業が 我 々 研究者

の課題の
一

つ で あ る 。

〈注〉

（1〕 こ の よ うに テ レ ビ ドラ マ の 教師像が 画
一

的 に な る要 因の
一

つ は
， そ の 視聴者が

　幅広 い 層 ， と くに 年齢が上 の 世代に まで 広 が っ て い る こ とで あ ろ う。 こ の 点に つ

　 い て は 山田 （2004）， IV 頁 を参照 され た い
。

（2） 文学作品に 描か れ た教 師に つ い て は伊 ケ 崎 （1986） な どで 分析 され て い る 。

（3） 石 原慎 太 郎 の ホ ー ム ペ ー ジ （http：〃 www ．sensenfukoku ．net ／nbest ／nbestm ．

　html ：2010年 4 月23日）に よ る 。

〔4） 広島大学の 2009年度ペ ス タ ロ ッ チ 教育賞授賞式で の 講演 に よる 。 同様に 教育賞

　などで 表彰 され る 元教 師の 多 くが ，い わ ば 「熱 血教 師」で あ っ た 。 また
， 現 在 も

　若者 自立塾や 夜回 り先 生 な どの 活動 は 「熱血 教 師」 的 で あ る。
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ABSTRACT

        Trust and  Distrust: Changing and  Complex  Views

                      of  Teachers in Japan

                                                YAMADA,  Hiroyuki

                                                (Hiroshima University)

                                   1-1-1 Kagamiyama  Higashi-Hiroshima,

                                                  Hiroshima 739"8524

                                               yam@hiroshima-u.ac.jp

  In this paper, images of  teachers are  clarified  using  novels,  movies  and  comics

pubtished after  World War  II in Japan, The  cemplex  views  of teachers  described by

the term  
"enthusiastic

 teachers" are  discussed. Even  today, stereotypicaL  images of

"enthusiastic
 teachers" appear  in TV  dramas  in Japan. This image depicts trust  and

expectations  toward  teachers. However, it is also  easy  to find criticisms  of teachers

in the  media.  In this article, we  examine  how  these complicated  views  of  teachers

have been constructed  and  how  the stereotypical  images have  changed  over  time.

  The  idea of  
``enthusiastic

 teachers" ernerged  in the  novel  Seishun towa  nanda

(What is adolescence?)  by Shintaro Ishihara. The characteristlcs  of  
`'enthusiastic

teachers" are  as  fbllows: (1) Enthusiasm toward  education,  (2) Lack of  teacher-like

behavior. (3) Ideal human  type, (4) An  emphasis  on  the relationship  with  students,  (5)
Involvement in problems  going into areas  of privacy such  as  family and  friends.

These  stereotypes  of  teachers evolved  from actua]  Japanese teachers,  who  had

strong  relationships  with  the families of  students,

  On  the other  hand, since  the 1980s, 
"enthusiastic

 teachers" have disappeared

while  
"delinquent

 teachers" have emerged  in Japanese comics,  These  
"delinquent

teachers" never  concern  thernselves with  problerns that  infringe upon  the privacy  of

students.  This shows  that since  the 1980s, actual  teachers  have not  been able  to

involve themselves  in such  areas.  Nevertheless, teachers  are  still expected  to act  like
"enthusiastic

 teachers" and  to deal with  the private matters  of  their students.

Therefore, teachers  do not  fulfill the social  expectations,  as  it is impossible for actual

teachers  to  do so  in contemporary  situations.

  One  of  the  reasons  for the  distrust toward teachers is such  stereotypical  images,

There is a  need  to examine  these stereotypical  images of teachers  and  introduce

various  images of individual teachers  in the real  world.  This is an  important task for

researchers.

Keyword: images of  teachers, media  research,  enthusiastic teachers
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